
パ
ー
ス
の
「
着
想
論
」
に
つ
い
て

浅
輪
幸
夫

（1）

　
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
S
・
パ
ー
ス
の
「
着
想
（
9
げ
儀
信
O
臨
O
⇒
）
」
の
理
論
を
か
れ
の
哲
学
に
お
け
る
き
ま
ざ
ま
な
独
創
的
理
論
の
一
つ
と
し

て
指
摘
す
る
人
は
少
な
く
な
い
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
着
想
の
理
論
に
真
剣
に
取
り
組
ん
で
み
た
人
は
き
わ
め
て
僅
か
で
あ
る
。
ポ
ー
ル

・
ワ
イ
ス
は
「
パ
ー
ス
の
あ
と
を
追
っ
て
こ
の
前
途
有
望
な
領
域
〔
着
想
の
理
論
〕
に
足
を
踏
み
い
れ
る
準
備
が
い
ま
も
っ
て
論
理
学

た
詮
で
き
て
い
な
い
」
と
い
・
て
嘆
い
て
い
麗
・
じ
・
さ
い
・
現
代
の
論
理
学
煮
科
学
哲
学
者
た
ち
は
パ
麦
の
こ
の
理
論
を

無
視
、
な
い
し
は
回
避
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
カ
ー
ル
・
ポ
ッ
パ
ー
の
著
書
、
．
、
い
o
σ
Q
岸
自
巽
司
o
屋
警
旨
σ
噂
、
．
（
探
究
の
論

理
）
”
の
英
訳
版
の
表
題
は
．
、
日
冨
ピ
。
σ
Q
8
。
｛
o
o
9
窪
藻
8
∪
一
ω
8
〈
臼
楓
（
科
学
的
発
見
の
論
理
）
．
．
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
内
容

を
み
て
み
る
と
き
、
パ
ー
ス
の
論
理
学
を
知
る
者
に
と
っ
て
そ
の
タ
イ
ト
ル
は
羊
頭
狗
肉
の
感
じ
が
し
な
い
で
も
な
い
。
ポ
ッ
パ
ー
は

そ
の
書
の
な
か
で
こ
う
語
っ
て
い
る
。
　
「
わ
た
し
は
さ
き
に
、
科
学
者
の
仕
事
は
理
論
を
提
示
し
、
テ
ス
ト
す
る
こ
と
に
あ
る
と
の
べ

た
。
こ
の
作
業
が
開
始
さ
れ
る
そ
も
そ
も
の
発
端
段
階
、
つ
ま
り
理
論
を
案
出
な
い
し
発
明
す
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
な
ん
ら
論
理
的
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パースの「着想論」について（浅輪）

分
析
の
必
要
も
な
い
し
、
ま
た
で
き
る
も
の
で
も
な
い
、
と
わ
た
し
は
思
う
。
新
し
い
観
念
が
あ
る
人
の
頭
に
ど
の
よ
う
に
し
て
生
じ

る
か
と
い
う
問
題
は
…
…
経
験
心
理
学
に
と
っ
て
は
大
い
に
関
心
の
あ
る
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、
科
学
的
認
識
の
論
理
的
分
析
に
と

っ
て
は
か
か
わ
り
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
：
：
：
わ
た
し
は
新
し
い
観
念
を
案
出
す
る
過
程
と
そ
れ
を
論
理
的
に
検
査
す
る
方
法
お
よ
び

検
査
結
果
と
を
は
っ
き
り
区
別
す
る
で
あ
ろ
う
。
認
識
の
論
理
学
の
課
題
は
…
…
す
べ
て
の
新
し
い
観
念
が
服
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
組

織
的
テ
ス
ト
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
方
法
を
探
究
す
る
こ
と
に
あ
る
゜
泡
L
・

　
ポ
ッ
パ
ー
に
よ
れ
ば
、
仮
説
に
か
ん
し
て
論
理
学
が
た
ず
さ
わ
る
べ
き
間
題
は
仮
説
が
い
か
に
し
て
発
見
さ
れ
る
か
で
は
な
く
、
仮

説
が
い
か
に
し
て
テ
ス
ト
さ
れ
る
か
と
い
う
局
面
に
か
ぎ
ら
れ
る
。
発
見
の
過
程
は
い
か
な
る
点
か
ら
み
て
も
非
合
理
で
あ
り
、
論
理

学
の
テ
ー
マ
に
は
な
り
え
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
て
多
く
の
論
理
学
者
や
科
学
哲
学
者
た
ち
は
科
学
に
お
け
る
「
新
し
い

観
念
」
の
発
見
や
仮
説
形
成
と
い
う
思
考
過
程
を
全
面
的
に
心
理
学
者
や
社
会
学
者
や
歴
史
家
の
手
に
委
ね
、
自
ら
は
い
わ
ゆ
る
仮

説
1
1
演
繹
体
系
の
わ
く
の
な
か
に
閉
じ
こ
も
っ
て
し
ま
う
。
N
・
R
・
ハ
ン
ソ
ン
の
こ
と
ば
を
借
り
て
い
え
ば
、
現
代
の
論
理
学
者
は

「
発
見
の
聾
」
よ
り
む
し
ろ
「
完
成
し
た
研
究
報
告
に
か
ん
す
る
論
謬
に
熱
中
し
て
い
る
窪
・
か
れ
ら
は
す
で
に
整
響
れ
て

提
示
さ
れ
た
仮
説
を
支
持
す
る
理
由
や
根
拠
に
つ
い
て
の
み
語
り
、
仮
説
が
最
初
に
着
想
さ
れ
る
概
念
的
論
理
的
脈
絡
に
つ
い
て
は
な

に
ご
と
も
語
ろ
う
と
し
な
い
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
新
し
い
観
念
を
創
造
し
、
形
成
す
る
局
面
に
は
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
も
論
理
性
は
な
い
の
か
。
論
理
学
が
取

り
扱
う
べ
き
問
題
は
な
い
の
か
。
パ
ー
ス
は
あ
る
と
考
え
た
。
通
常
、
仮
説
を
思
い
つ
い
た
り
、
仮
説
を
暫
定
的
に
採
択
す
る
情
況
は

洞
察
、
ひ
ら
め
き
、
精
神
の
飛
翔
、
天
来
の
妙
想
、
霊
感
、
第
六
感
、
直
観
等
々
と
い
っ
た
こ
と
ば
で
表
現
さ
れ
、
し
か
も
多
く
の
ば

あ
い
そ
れ
に
は
一
種
神
秘
的
で
、
　
（
文
字
ど
お
り
）
不
可
思
議
な
出
来
事
と
い
っ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
解
釈
が
伴
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

理
屈
の
介
入
す
る
余
地
の
な
い
思
想
活
動
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
現
在
の
論
旨
に
そ
く
し
て
い
え
ば
、
そ
れ
は
正
常
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パースの「着想論」について（浅輪）

な
語
義
に
お
け
る
推
理
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
か
、
さ
も
な
く
ば
、
推
理
、
推
論
で
あ
る
と
し
て
も
、
（
不
可
思
議
と
い
う
以
外
に
）

な
ん
の
理
由
、
根
拠
も
な
い
推
理
、
推
論
ー
こ
う
い
う
の
は
形
容
矛
盾
で
あ
る
が
ー
、
す
な
わ
ち
で
た
ら
め
で
、
ま
っ
た
く
の
偶

然
に
支
配
さ
れ
た
推
理
、
推
論
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
か
、
ど
ち
ら
か
を
意
味
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
認
識
と
し
て
の
精

神
作
用
に
た
い
す
る
こ
う
し
た
理
解
の
仕
方
は
パ
ー
ス
の
立
場
か
ら
は
断
乎
拒
否
さ
れ
る
。
以
下
の
命
題
は
パ
ー
ス
の
基
本
的
立
場
を

端
的
に
表
わ
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
1

　
　
「
e
、
わ
れ
わ
れ
は
内
観
の
能
力
を
も
た
な
い
。
内
部
世
界
に
か
ん
す
る
す
べ
て
の
知
識
は
外
的
事
実
に
か
ん
す
る
わ
れ
わ
れ
の

　
知
識
か
ら
仮
説
的
推
理
に
よ
っ
て
導
き
だ
さ
れ
る
。

　
　
⇔
、
わ
れ
わ
れ
は
直
観
の
能
力
を
も
た
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
認
識
は
そ
れ
以
前
の
認
識
に
よ
っ
て
論
理
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
」

　
　
　
　
（
4
）

　
（
9
b
⊇
①
㎝
）
。

　
認
識
と
し
て
の
精
神
作
用
は
す
べ
て
推
理
、
推
論
を
含
み
、
そ
れ
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
パ
ー
ス
の
認
識
論
に
お
け
る

根
本
テ
ー
ゼ
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
パ
ー
ス
を
し
て
近
代
西
欧
の
哲
学
的
伝
統
か
ら
脱
却
さ
せ
、
新
た
な
規
点
か
ら
哲

学
や
論
理
学
の
問
題
を
見
直
す
こ
と
を
可
能
に
さ
せ
た
重
要
な
原
理
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
パ
ー
ス
は
経
験
主
義
的
立
場
か
ら
「
デ
カ
ル

ト
主
義
」
を
攻
撃
し
、
デ
カ
ル
ト
、
ロ
ッ
ク
を
は
じ
め
近
代
哲
学
者
た
ち
を
支
配
し
た
「
直
観
主
義
」
を
徹
底
的
に
批
判
す
る
こ
と
に

よ
り
・
ま
た
芳
で
は
カ
ン
ト
の
認
識
論
籍
極
的
に
継
承
す
・
・
と
に
解
そ
う
し
た
渠
原
馨
獲
得
し
た
が
、
・
う
し
た
立

場
に
立
つ
か
ぎ
り
、
哲
学
を
は
じ
め
、
真
の
意
味
で
の
認
識
活
動
に
わ
け
る
仮
説
形
成
の
局
面
も
そ
の
例
外
的
な
位
置
を
与
え
ら
れ
る

こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
た
と
え
そ
れ
が
い
か
に
微
妙
で
理
解
し
に
く
い
厄
介
な
問
題
を
は
ら
ん
だ
過
程
で
あ
ろ
う
と
も
、
推
理
、
推
論

で
あ
る
こ
と
に
は
変
り
が
な
い
。
パ
ー
ス
の
着
想
論
を
考
察
す
る
と
き
、
そ
の
前
提
に
こ
う
し
た
基
本
認
識
が
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て

は
な
ら
な
い
。
か
れ
は
他
人
か
ら
な
ん
の
評
価
も
え
ら
れ
ぬ
ま
ま
、
五
〇
年
余
の
長
き
に
わ
た
っ
て
こ
の
着
想
論
の
研
究
に
異
常
な
情
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パースの「着想論」について（浅輪）

熱
を
傾
け
、
暗
中
模
索
し
つ
づ
け
た
が
、
そ
う
し
た
か
れ
を
支
え
て
い
た
の
が
さ
き
の
原
理
認
識
で
あ
っ
た
。
少
く
と
も
そ
れ
が
支
え

の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
え
な
い
。

　
さ
て
、
新
し
い
観
念
の
着
想
や
仮
説
形
成
と
い
う
の
は
ま
っ
た
く
の
非
合
理
的
な
活
動
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
ア
ル
キ
メ
デ
ス

が
、
ガ
リ
レ
オ
が
、
ケ
プ
ラ
ー
が
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
が
、
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
新
し
い
仮
説
を
発
見
し
た
と
き
、
そ
の
観
念
は
た
だ
漠

然
と
し
た
意
識
状
態
の
う
ち
に
な
ん
の
わ
け
も
な
く
浮
か
び
あ
が
っ
た
一
つ
の
イ
メ
ー
ジ
に
す
ぎ
ぬ
と
か
、
あ
る
い
は
ま
っ
た
く
似
で

た
ら
め
な
当
て
推
量
で
あ
る
な
ど
と
は
だ
れ
も
信
じ
な
い
。
あ
る
仮
説
の
発
想
、
形
成
、
暫
定
的
採
択
に
も
な
ん
ら
か
の
理
由
、
根
拠
が

か
な
ら
ず
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
ニ
ュ
ー
ト
ン
が
地
上
に
お
け
る
物
体
の
運
動
法
則
と
天
空
の
衛
星
や
惑
星
の
運
動
法
則
と
を
統
一
さ
せ

る
観
念
を
思
い
つ
き
、
採
用
し
た
と
き
、
そ
れ
ま
で
に
か
れ
の
脳
裏
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
思
念
が
つ
ぎ
つ
ぎ
と
浮
か
ん
で
は
消
え
て
い
っ

た
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
数
々
の
思
念
の
う
ち
に
は
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
直
面
し
て
い
る
問
題
と
関
連
性
が
あ
り
そ
う
に
思
わ
れ
た
観
念
も

い
く
つ
か
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
観
念
も
す
ぐ
に
、
あ
る
い
は
少
し
注
意
を
払
わ
れ
た
う
え
で
見
捨
て
ら
れ
て
し

ま
っ
た
で
あ
ろ
う
。
大
部
分
の
思
念
は
最
初
か
ら
問
題
と
は
無
関
係
な
も
の
と
し
て
な
ん
の
注
意
も
惹
か
ぬ
ま
ま
消
滅
し
て
し
ま
っ
た

に
ち
が
い
な
い
。
そ
う
し
て
い
る
う
ち
に
、
あ
る
観
念
が
〔
伝
説
に
よ
れ
ば
、
リ
ン
ゴ
が
木
か
ら
落
ち
る
の
を
目
に
し
て
〕
頭
に
浮
か

ん
だ
と
き
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
は
「
こ
れ
な
ら
い
け
る
！
」
と
い
う
感
じ
を
も
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
ア
ル
キ
メ
デ
ス
の
〃
㊦
讐
麟
♪
匙
き
蓬

（
み
つ
け
た
ぞ
）
”
の
話
は
、
真
実
か
ど
う
か
は
別
に
し
て
、
仮
説
形
成
の
機
微
を
よ
く
表
わ
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
機
会
は
大
な
り

小
な
り
、
多
か
れ
少
な
か
れ
だ
れ
も
が
経
験
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
当
面
す
る
問
題
の
解
決
に
役
立
つ
仮
説
、
疑
問
視
き
れ
て
い

る
事
柄
を
説
明
す
る
仮
説
が
最
初
に
着
想
さ
れ
る
と
き
、
こ
う
し
た
「
い
け
る
」
と
か
「
な
る
ほ
ど
」
と
か
「
し
て
や
っ
た
り
」
と
か

「
有
望
だ
」
と
い
っ
た
気
持
や
判
断
が
　
　
強
弱
の
程
度
の
差
は
あ
れ
i
伴
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
気
持
や
判
断
の
随
伴
に
は

論
理
的
理
由
が
あ
る
の
だ
。
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
脳
裏
に
浮
か
ん
だ
さ
ま
ぎ
ま
な
想
念
が
見
捨
て
ら
れ
た
り
、
無
視
き
れ
た
り
し
た
と
き
に
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パースの「着想論」について（浅輪）

も
、
ま
た
そ
れ
な
り
の
理
由
が
i
自
覚
き
れ
ぬ
次
元
に
お
い
て
で
あ
れ
ー
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
一
般
的
に
い
っ
て
、
仮
説
の
着

想
や
形
成
に
は
良
か
れ
悪
し
か
れ
理
由
、
根
拠
が
か
な
ら
ず
存
在
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
理
由
や
根
拠
は
ポ
ッ
パ
ー

た
ち
が
熱
心
に
取
り
組
ん
で
い
る
、
検
証
に
よ
る
仮
説
容
認
の
た
め
の
そ
れ
と
は
区
別
し
う
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
再
度
ハ
ン
ソ
ン

の
明
解
な
表
現
を
借
り
て
い
え
ば
、
　
「
仮
説
H
を
容
認
す
る
た
め
の
理
由
」
と
「
H
を
心
に
抱
く
た
め
の
理
由
」
と
は
論
理
的
タ
イ
プ

　
　
　
　
　
（
6
）

が
異
な
っ
て
い
る
。
も
う
少
し
詳
し
く
の
べ
れ
ば
「
〔
仮
説
〕
H
を
容
認
す
る
た
め
の
理
由
は
H
を
真
だ
と
考
え
る
た
め
に
わ
れ
わ
れ

が
も
ち
あ
わ
せ
て
い
る
理
由
で
あ
る
の
に
た
い
し
て
、
H
を
最
初
に
思
い
つ
か
せ
る
理
由
は
H
を
尤
も
ら
し
い
（
且
碧
の
筐
Φ
）
タ
イ
プ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

の
仮
説
に
す
る
理
由
で
あ
り
う
る
」
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
両
者
は
区
別
し
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
後
者
を
論
理
学

的
主
題
の
一
つ
と
し
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
パ
ー
ス
の
後
年
の
方
法
論
的
構
想
の
な
か
に
位
置
づ
け
る
な
ら
ば
、
演
繹
と
帰
納
が

前
者
に
か
か
わ
り
、
着
想
が
後
者
に
関
係
す
る
と
い
え
よ
う
。

　
以
上
の
論
述
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
着
想
の
問
題
を
考
察
す
る
こ
と
は
現
代
論
理
学
の
主
潮
に
逆
ら
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
未
開
の
地
に

足
を
踏
み
い
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
こ
は
不
毛
の
荒
地
だ
と
あ
る
人
は
い
い
、
ま
た
、
不
可
侵
の
聖
地
だ
と
あ
る
人
は
い

う
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
意
見
に
耳
を
傾
け
る
ま
え
に
、
自
分
で
現
地
に
行
っ
て
確
か
め
て
み
る
こ
と
が
肝
腎
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で

は
、
結
果
に
よ
っ
て
そ
の
意
味
を
知
る
と
い
う
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
精
神
に
従
う
方
が
い
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
の
地
が
な
ん
で
あ

る
か
に
つ
い
て
性
急
な
判
断
を
下
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
切
迫
し
た
情
況
、
必
要
性
な
ど
ど
こ
に
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
パ

ー
ス
の
い
う
「
理
性
」
が
対
象
に
す
べ
き
問
題
だ
か
ら
で
あ
る
。

（2）

ま
え
に
の
べ
た
パ
ー
ス
の
基
本
的
立
場
、
す
な
わ
ち
、
あ
ら
ゆ
る
タ
イ
プ
の
認
識
過
程
は
推
論
で
あ
る
と
い
う
立
場
に
立
つ
と
き
、
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つ
ぎ
に
推
論
に
は
い
か
な
る
種
類
の
も
の
が
あ
る
か
が
問
題
に
な
っ
て
く
る
。
推
論
の
分
類
は
論
理
学
が
行
う
べ
き
一
つ
の
重
要
な
仕

事
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
パ
ー
ス
は
こ
う
語
っ
て
い
る
。
　
「
推
論
は
、
そ
の
解
釈
項
（
ぎ
8
H
嘆
①
鼠
三
）
に
よ
っ
て
つ
ね
に
、
全
体

と
し
て
真
理
に
い
た
る
傾
向
を
保
有
す
る
同
類
の
推
論
の
一
般
的
ク
ラ
ス
に
所
属
す
る
も
の
と
了
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
傾
向
は

三
つ
の
仕
方
で
起
こ
り
、
す
べ
て
の
単
純
な
推
論
を
演
繹
と
帰
納
と
着
想
へ
区
別
す
る
三
分
法
を
生
ぜ
し
め
る
」
（
卜
δ
』
①
O
）
。
つ
ま
り
、

根
本
的
に
い
え
ば
、
推
論
に
は
演
繹
、
帰
納
、
着
想
の
三
種
類
が
あ
り
、
ま
た
、
三
種
類
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
推
論

の
分
類
（
三
分
法
）
は
着
想
を
含
め
て
い
る
点
で
、
明
ら
か
に
、
伝
統
の
分
類
（
二
分
法
）
と
大
き
な
違
い
を
示
し
て
い
る
。
伝
統
的

論
理
学
で
は
演
繹
が
分
析
的
、
解
明
的
（
Φ
×
℃
一
一
＄
自
く
Φ
）
で
あ
り
、
帰
納
が
綜
合
的
、
拡
張
的
（
9
ヨ
℃
一
冨
け
一
く
①
）
で
あ
る
と
性
格
づ
け

ら
れ
て
い
る
。
分
析
的
推
論
に
お
い
て
は
、
結
論
が
前
提
か
ら
必
然
的
に
導
き
だ
さ
れ
る
。
そ
の
推
論
に
よ
っ
て
は
、
ど
ん
な
新
し
い

知
識
、
情
報
も
獲
得
し
え
ず
、
た
だ
前
提
に
言
明
さ
れ
た
内
容
を
解
明
、
展
開
す
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
綜
合
的
推
論

で
は
、
結
論
は
前
提
か
ら
必
然
的
に
結
果
し
な
い
。
前
提
で
言
明
さ
れ
て
る
事
柄
を
拡
張
し
て
い
る
。
こ
の
種
の
推
論
は
新
し
い
観
念

や
知
識
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
。

　
パ
ー
ス
は
三
段
論
法
の
第
二
格
を
論
理
的
に
分
析
し
、
そ
こ
に
帰
納
と
異
な
る
も
う
一
つ
別
の
独
立
し
た
綜
合
的
推
論
形
式
が
あ
る

こ
と
を
発
見
し
た
。
　
「
着
想
」
と
呼
ん
だ
こ
の
推
論
は
、
綜
合
的
、
拡
張
的
で
あ
る
点
で
帰
納
と
よ
く
似
て
い
る
が
、
同
時
に
ま
た
帰

納
と
同
一
に
論
じ
ら
れ
ぬ
特
徴
を
い
く
つ
か
も
ち
あ
わ
せ
て
い
る
の
に
気
づ
い
た
の
で
あ
っ
た
。
パ
ー
ス
の
演
繹
と
帰
納
に
か
ん
す
る

見
解
は
、
そ
の
「
関
係
の
論
理
学
」
や
確
率
論
な
ど
と
関
連
さ
せ
た
部
分
に
お
い
て
い
く
つ
か
の
新
味
な
考
察
を
含
ん
で
は
い
る
も
の

の
、
大
筋
の
と
こ
ろ
で
は
伝
統
的
な
正
統
の
理
解
の
仕
方
に
従
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
か
れ
の
「
着
想
」
の
理
論
に
お
い
て

は
従
う
べ
き
伝
統
な
ど
皆
無
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
お
い
て
は
パ
ー
ス
は
、
自
ら
も
自
負
し
た
よ
う
に
、
　
「
未
踏
の
地
に
立
つ
探
検
家
」

（
b
。
°
H
O
b
。
）
で
あ
っ
た
。
　
「
狭
阻
で
形
式
主
義
的
な
推
論
概
念
」
（
G
。
°
b
。
N
Q
。
）
に
固
執
し
、
演
繹
論
に
お
け
る
「
確
実
性
の
探
究
」
（
デ
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エ
ー
イ
）
に
専
念
す
る
論
理
学
者
に
批
判
の
眼
を
向
け
な
が
ら
、
パ
ー
ス
は
二
つ
の
主
要
目
標
を
論
理
学
者
は
も
つ
べ
き
だ
と
主
張
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
第
一
に
、
各
種
の
推
論
の
も
つ
安
全
性
（
確
実
性
へ
の
接
近
）
の
程
度
と
種
類
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
、
第

二
に
、
各
種
（
の
推
論
）
の
有
す
る
可
能
的
で
有
望
な
豊
饒
性
（
蝿
げ
禽
蔓
）
な
い
し
は
生
産
的
価
値
を
閾
明
す
る
こ
と
」
（
。
。
．
ら
。
。
。
膳
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

で
あ
る
。
　
「
仮
説
の
試
験
的
採
用
は
本
来
帰
納
と
は
呼
び
え
な
い
と
思
う
。
と
は
い
え
そ
れ
は
推
理
で
あ
り
、
そ
の
安
全
性
は
低
い
が

ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

豊
饒
性
は
高
い
」
（
G
。
°
。
。
G
。
Q
。
）
。
「
安
全
性
」
を
基
準
に
と
れ
ば
、
演
繹
が
最
高
で
、
つ
い
で
帰
納
、
着
想
と
順
次
低
下
す
る
。
け
れ
ど

も
、
「
豊
饒
性
」
の
観
点
か
ら
み
れ
ば
、
そ
の
順
序
は
逆
転
し
、
着
想
が
最
高
で
あ
る
（
○
○
°
ω
Q
Q
刈
）
。
論
理
学
が
「
安
全
性
」
を
重
視
す

る
の
は
、
そ
の
学
間
的
性
格
か
ら
し
て
当
然
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
　
「
豊
饒
性
」
の
視
点
を
軽
視
し

た
り
無
視
し
た
り
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
現
実
の
経
験
的
科
学
的
認
識
は
各
種
の
推
論
の
複
合
と
し
て
存
立
し
、
論

理
学
は
そ
う
し
た
現
存
す
る
認
識
と
無
関
係
に
成
立
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
　
　
も
っ
と
も
、
論
理
学
を
も
っ
て
数
学
の
ご

と
き
純
形
式
的
学
問
と
み
な
す
な
ら
ば
話
は
ま
た
別
で
あ
る
、
が
少
く
と
も
パ
ー
ス
は
そ
う
考
え
な
か
っ
た
。
分
析
へ
の
過
度
の
志
向

性
や
演
繹
論
理
を
あ
ら
ゆ
る
重
要
な
推
論
の
モ
デ
ル
と
み
な
す
傾
向
の
人
び
と
も
ま
だ
依
然
と
し
て
少
な
か
ら
ず
い
る
よ
う
だ
が
、
そ

う
い
う
人
び
と
は
ア
ー
サ
ー
・
ケ
ス
ト
ラ
ー
の
つ
ぎ
の
よ
う
な
発
言
に
耳
を
傾
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
か
れ
は
偉
大
な
科
学
者
た
ち
の

発
見
活
動
を
念
頭
に
お
い
て
こ
う
断
言
し
て
い
る
。
　
「
か
れ
ら
の
私
的
な
著
述
を
通
じ
て
こ
だ
ま
し
て
い
る
主
題
は
、
す
な
わ
ち
、
論

理
や
演
繹
的
推
理
へ
の
（
行
為
の
あ
と
の
検
証
の
ば
あ
い
を
除
い
て
の
）
軽
視
、
あ
ま
り
に
一
本
調
子
の
精
神
に
た
い
す
る
嫌
悪
、
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

ま
り
に
矛
盾
の
な
い
こ
と
へ
の
不
信
感
…
…
あ
ま
り
に
も
意
識
的
な
思
索
へ
の
懐
疑
な
の
で
あ
る
」
。
こ
う
し
た
主
張
は
行
き
す
ぎ
で

あ
り
、
結
果
的
に
は
空
想
や
精
神
の
飛
躍
の
み
を
過
大
視
し
、
論
理
性
を
ま
っ
た
く
無
視
す
る
危
険
に
陥
り
が
ち
で
あ
る
と
危
惧
す
る

人
も
い
る
か
も
し
れ
ぬ
が
、
一
方
に
偏
し
た
論
理
学
の
現
状
を
勘
案
す
る
と
、
こ
の
程
度
の
発
言
は
当
然
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
だ
と
思

う
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
H
・
デ
イ
ヴ
ィ
ス
が
い
っ
て
い
る
よ
う
に
「
じ
っ
さ
い
精
神
生
活
に
お
け
る
創
造
的
洞
察
力
の
重
要
性
に
つ
い
て
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（
9
）

は
、
そ
の
含
む
意
味
が
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
し
か
る
べ
く
十
分
に
解
明
さ
れ
て
い
な
い
」
か
ら
で
あ
る
。

の
着
想
論
を
眺
め
る
と
き
、
そ
の
意
義
は
ま
す
ま
す
も
っ
て
明
瞭
に
な
っ
て
く
る
。

（3）

以
上
の
視
点
か
ら
パ
ー
ス

　
着
想
は
帰
納
と
と
も
に
綜
合
的
、
拡
張
的
推
論
と
み
な
さ
れ
て
い
る
ゆ
え
、
そ
の
両
者
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
、
着
想
の
観
念
は

か
な
り
明
確
に
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
の
ま
え
に
ま
ず
、
着
想
の
一
般
的
性
格
を
理
解
す
る
た
め
に
、
パ
ー
ス
の
与
え
た
さ
ま
ざ
ま
な
着

想
の
定
式
の
う
ち
で
も
っ
と
も
有
名
な
も
の
を
一
つ
示
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
そ
れ
を
選
択
す
る
の
は
仮
説
の
着
想
を
独
自
の
推
論

だ
と
考
え
る
パ
ー
ス
の
論
拠
が
そ
れ
に
よ
っ
て
比
較
的
よ
く
読
み
と
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
着
想
と
は
「
理
論
と
概
念
を
生
み
だ
す
す
べ
て
の
操
作
」
（
q
°
㎝
り
O
）
を
包
含
す
る
概
念
で
あ
る
。
そ
う
し
た
操
作
が
端
的
に
現
わ
れ

る
の
は
科
学
的
仮
説
に
到
達
す
る
過
程
に
お
い
て
で
あ
り
、
「
科
学
の
す
べ
て
の
観
念
は
着
想
か
ら
生
ま
れ
る
」
（
O
°
H
艀
O
）
の
で
あ
る
。

　
「
着
想
は
論
理
学
的
規
則
に
ほ
と
ん
ど
拘
束
さ
れ
な
い
が
論
理
的
推
論
で
あ
り
、
結
論
を
あ
や
ふ
や
な
形
で
、
あ
る
い
は
当
て
推
量

的
に
し
か
主
張
し
な
い
の
は
確
か
だ
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
き
わ
め
て
明
確
な
論
理
形
式
を
も
っ
て
い
る
。
…
…
そ
の
推
論
形
式

は
こ
う
な
る
i
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驚
ろ
く
べ
き
事
実
C
が
観
察
さ
れ
る
。

　
し
か
し
も
し
A
が
真
な
ら
ば
、
C
は
当
然
の
事
柄
で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
ゆ
え
、
A
は
真
で
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
理
由
が
あ
る
L
（
9
　
H
O
Q
り
）
。

人
が
「
さ
ま
ざ
ま
な
情
況
で
自
ら
予
期
し
た
事
柄
と
異
な
る
現
象
に
直
面
し
た
と
き
、
か
れ
は
そ
の
現
象
の
特
徴
を
い
ろ
い
ろ
調
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べ
、
そ
の
特
徴
間
の
顕
著
な
性
格
や
関
係
に
注
目
し
、
そ
し
て
そ
の
性
格
や
関
係
が
か
れ
の
精
神
に
す
で
に
貯
え
ら
れ
て
い
る
あ
る
概

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

念
の
特
質
で
も
あ
る
と
認
識
し
、
そ
の
結
果
上
述
の
現
象
の
驚
ろ
く
べ
き
要
素
を
説
明
す
る
（
す
な
わ
ち
、
必
然
た
ら
し
め
る
）
一
つ

の
理
論
が
示
唆
き
れ
る
。

　
そ
れ
ゆ
え
、
か
れ
は
そ
れ
ら
の
現
象
に
か
ん
す
る
、
さ
ら
に
吟
味
さ
る
べ
き
さ
ま
ざ
ま
の
理
論
の
リ
ス
ト
の
う
ち
で
高
い
位
置
を
付

与
す
る
程
度
に
ま
で
、
そ
の
理
論
を
容
認
す
る
」
（
P
ミ
①
）
。

　
こ
う
し
た
過
程
は
一
定
の
条
件
に
従
っ
て
い
る
ゆ
え
に
推
論
で
あ
る
、
と
パ
ー
ス
は
主
張
す
る
。
す
な
わ
ち
、
仮
説
は
「
良
か
れ
悪

し
か
れ
、
な
ん
ら
か
の
理
由
が
あ
る
か
ら
採
択
さ
れ
、
そ
し
て
そ
の
理
由
は
、
そ
れ
自
体
的
に
み
れ
ば
、
そ
の
仮
説
に
な
に
が
し
か
の

尤
も
ら
し
さ
（
唱
冨
琶
匡
芽
）
を
与
え
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
」
（
b
。
°
摯
H
も
゜
）
の
で
あ
る
。
　
「
A
は
A
の
全
内
容
が
“
も
し
A
が
真

な
ら
ば
、
C
は
当
然
の
事
柄
で
あ
ろ
う
”
と
い
う
前
提
の
な
か
に
現
に
存
在
す
る
ま
で
は
、
着
想
的
に
推
論
さ
れ
え
な
い
の
で
あ
る
」

（
O
°
μ
Q
o
㊤
）
。
逆
に
い
え
ば
、
仮
説
A
の
内
容
が
第
二
前
提
の
う
ち
に
完
全
に
現
わ
れ
た
と
き
、
は
じ
め
て
A
は
仮
説
的
に
推
論
、
も

し
く
は
推
定
き
れ
る
。
そ
こ
に
お
け
る
結
論
は
「
な
ん
ら
か
の
理
由
」
を
も
っ
た
思
考
過
程
の
結
果
で
あ
る
。
そ
れ
は
思
考
す
る
人
間

の
た
ん
な
る
気
紛
れ
な
好
み
に
よ
っ
て
取
り
だ
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
明
ら
か
に
、
着
想
は
推
論
と
呼
べ
る
資
格
を

備
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
上
記
の
引
用
文
で
は
、
も
う
一
つ
の
重
要
な
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
仮
説
は
事
実
や
現
象
を
「
説
明
す
る
（
必
然
た

ら
し
め
る
、
あ
る
い
は
合
理
化
す
る
）
」
た
め
の
も
の
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
A
が
C
を
説
明
す
る
で
あ
ろ

う
、
あ
る
い
は
説
明
す
る
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
な
い
か
ぎ
り
、
A
は
仮
説
と
し
て
認
め
ら
れ
は
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
当
面

の
事
実
や
現
象
を
説
明
す
る
と
い
う
こ
と
は
仮
説
が
満
た
す
べ
き
必
要
条
件
も
し
く
は
理
由
の
一
つ
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
も
う
一
つ
付
言
し
て
お
く
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
上
述
の
推
論
形
式
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
　
「
仮
説
的
推
論
は
後
件
か
ら
前
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パースの「着想論」について（浅輪）

件
へ
の
推
理
」
（
q
°
b
o
刈
①
）
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
着
想
は
演
繹
論
理
的
に
い
え
ば
「
後
件
肯
定
の
誤
謬
」
を
犯
し
て
お
り
、
そ
の
立
論

は
妥
当
性
を
欠
い
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
前
提
か
ら
結
論
へ
の
記
号
転
換
に
は
い
か
な
る
論
理
的
必
然
性
も
な
い
。
す
な
わ
ち
、
前
提

が
真
で
あ
っ
て
も
、
結
論
が
真
で
あ
る
と
い
う
確
た
る
保
証
は
な
に
も
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
し
て
、
着
想
は
誤
り
を
犯
す
可
能
性

が
非
常
に
大
き
い
指
導
原
理
に
則
っ
た
推
論
な
の
で
あ
る
。
パ
ー
ス
が
着
着
を
「
弱
体
な
立
論
」
（
b
。
’
O
卜
。
α
）
と
呼
ぶ
所
以
も
こ
こ
に

あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
着
想
は
一
つ
の
真
正
な
合
理
的
推
論
で
あ
る
こ
と
に
は
変
り
が
な
い
。
そ
れ
は
「
安
全

性
」
を
犠
牲
に
し
て
、
　
「
豊
饒
性
」
に
期
待
を
か
け
る
い
わ
ば
理
性
の
冒
険
的
試
行
で
あ
る
。

（4）

　
つ
ぎ
は
仮
説
と
帰
納
の
比
較
の
問
題
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
二
つ
の
時
期
に
分
け
て
論
述
す
る
必
要
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
れ
は

パ
ー
ス
の
着
想
論
を
論
じ
る
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
研
究
者
が
指
摘
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
パ
ー
ス
の
論
理
学
i
し
た
が
っ
て
推

論
に
か
ん
す
る
考
え
方
は
前
期
と
後
期
で
非
常
に
変
化
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
二
つ
の
時
期
の
境
目
を
一
九
〇
〇
年
頃
（
パ
i

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

ス
が
六
〇
歳
位
の
と
き
）
と
み
る
の
が
定
説
に
な
っ
て
い
る
。
推
論
に
つ
い
て
の
パ
ー
ス
の
見
解
に
か
ぎ
っ
て
い
え
ば
、
前
期
と
後
期

で
の
そ
の
大
き
な
差
異
は
お
お
よ
そ
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。
前
期
に
お
い
て
は
全
体
と
し
て
形
式
的
考
察
が
支
配
的
で
あ
っ
て
、
推

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

論
は
「
結
論
を
証
拠
立
て
る
過
程
（
①
三
鎚
窪
9
口
σ
頃
胃
o
o
①
ω
ω
）
」
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
、
各
種
の
推
論
は
基
本
的
に
は
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し

た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
後
期
に
お
い
て
は
、
方
法
論
的
観
点
か
ら
の
考
察
が
優
位
を
占
め
る
よ
う
に
な

る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
れ
は
パ
ー
ス
の
論
理
学
的
諸
概
念
の
根
本
的
変
更
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
1
個
々
の
問
題
に
つ
い
て

の
か
な
り
の
修
正
や
変
更
が
い
ろ
い
ろ
あ
る
の
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
。
後
期
の
研
究
に
お
い
て
は
、
前
期
に
お
け
る
論
理
的
主
題
の

考
察
の
主
要
成
果
が
そ
の
ま
ま
保
持
さ
れ
な
が
ら
、
方
法
論
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
の
も
と
で
新
た
に
練
り
直
さ
れ
、
深
化
さ
せ
ら
れ
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て
い
っ
た
と
い
う
の
が
も
っ
と
も
適
当
な
解
釈
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
三
種
類
の
推
論
は
、
そ
こ
に
お
い
て
は
、
探
究
過
程
に
お
け
る

三
つ
の
段
階
を
構
成
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
区
別
し
う
る
推
論
タ
イ
プ
で
あ
り
な
が
ら
も
密
接
に
関
連
し
あ
う
も
の
と
し

て
把
握
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
背
景
的
説
明
は
こ
の
程
度
に
と
ど
め
て
お
い
て
、
以
下
前
期
と
後
期
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
二
種
類
の

拡
張
的
推
理
を
比
較
し
、
着
想
の
特
徴
を
浮
き
彫
り
に
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

　
前
期
に
お
い
て
は
、
さ
き
に
の
べ
た
よ
う
に
、
帰
納
と
着
想
は
独
立
し
た
推
論
形
式
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
帰
納
は
、
　
「
あ
る
事

柄
が
真
で
あ
る
多
く
の
事
例
か
ら
一
般
化
し
て
、
そ
の
同
じ
事
柄
が
ク
ラ
ス
全
体
に
つ
い
て
も
真
で
あ
る
と
推
論
す
る
」
、
あ
る
い
は
、

「
あ
る
事
柄
が
事
例
の
一
定
の
割
合
に
つ
い
て
真
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
、
そ
の
事
柄
は
ク
ラ
ス
全
体
の
同
じ
割
合
に
つ
い
て
も
真
で

あ
る
と
推
論
す
る
」
。
着
想
は
「
非
常
に
奇
異
な
状
況
に
出
会
い
、
そ
れ
は
あ
る
一
般
的
規
則
の
一
事
例
だ
と
仮
定
す
れ
ば
説
明
が
つ

く
こ
と
を
知
り
、
よ
っ
て
そ
の
仮
定
を
採
用
す
る
」
、
あ
る
い
は
、
「
あ
る
点
で
二
つ
対
象
が
酷
似
し
て
い
る
の
を
知
り
、
そ
こ
か
ら
、

そ
れ
ら
は
他
の
点
で
も
酷
似
し
て
い
る
と
推
理
す
る
」
（
卜
Q
°
O
N
ら
）
。

　
帰
納
法
で
は
「
観
察
さ
れ
た
事
実
に
類
似
す
る
事
実
は
、
ま
だ
吟
味
さ
れ
て
い
な
い
事
例
に
お
い
て
も
真
で
あ
る
と
結
論
を
下
す
」
。

着
想
法
で
は
「
観
察
さ
れ
た
事
実
と
ま
っ
た
く
異
な
る
事
実
〔
観
察
事
実
を
説
明
す
る
事
実
〕
の
存
在
を
結
論
づ
け
る
」
（
b
。
’
O
ω
①
）
。

　
以
上
の
引
用
か
ら
も
観
取
で
き
る
よ
う
に
、
同
じ
拡
張
的
推
理
と
い
っ
て
も
、
帰
納
に
お
け
る
前
提
か
ら
結
論
へ
の
移
行
に
お
い
て

は
、
経
験
的
に
知
ら
れ
た
要
素
と
異
な
る
要
素
が
付
加
さ
れ
は
し
な
い
。
そ
れ
に
た
い
し
て
、
着
想
に
お
い
て
は
、
経
験
的
に
観
察
さ

れ
た
も
の
と
異
な
る
事
物
、
多
く
の
ば
あ
い
経
験
的
に
観
察
不
可
能
な
事
柄
の
存
在
が
の
べ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
結
論
に
は

新
し
い
要
素
が
つ
け
加
え
ら
れ
て
い
る
。
パ
ー
ス
の
帰
納
と
着
想
に
か
ん
す
る
定
義
の
う
ち
で
も
っ
と
も
簡
明
な
の
は
つ
ぎ
の
命
題
で

あ
ろ
う
。
　
「
〔
帰
納
〕
は
特
殊
か
ら
一
般
法
則
へ
の
推
論
で
あ
る
。
　
〔
着
想
〕
は
結
果
か
ら
原
因
へ
の
そ
れ
で
あ
る
。
前
者
は
分
類
し
、

後
者
は
説
明
す
る
」
（
b
。
°
①
。
。
①
）
。
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こ
こ
で
一
つ
の
実
例
を
挙
げ
て
お
こ
う
。
仮
説
の
説
明
的
機
能
を
示
す
恰
好
の
例
と
し
て
、
パ
ー
ス
は
気
体
分
子
運
動
論
を
採
り
あ

げ
て
い
る
。
こ
の
理
論
は
ボ
イ
ル
の
法
則
を
は
じ
め
い
く
つ
か
の
単
純
な
定
式
を
説
明
す
る
た
め
に
案
出
さ
れ
た
。
ボ
イ
ル
の
法
則
に

よ
れ
ば
、
温
度
が
一
定
の
ば
あ
い
気
体
の
体
積
は
圧
力
に
反
比
例
す
る
。
こ
の
法
則
は
い
わ
ゆ
る
「
実
験
式
（
。
ヨ
噂
三
。
巴
｛
o
同
ヨ
巳
僧
）
」

で
あ
っ
て
、
特
殊
事
例
か
ら
の
帰
納
的
一
般
化
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
定
式
で
あ
る
。
し
か
し
「
か
か
る
公
式
は
観
察
結
果
を
一
般

的
用
語
で
記
述
す
る
手
段
と
し
て
大
変
有
用
で
は
あ
る
が
、
科
学
的
発
見
の
な
か
で
は
高
い
地
位
を
占
め
て
い
な
い
」
（
b
o
。
①
ω
刈
）
。
こ

の
ボ
イ
ル
法
則
（
そ
の
他
）
を
説
明
す
る
た
め
に
採
用
さ
れ
た
仮
説
が
、
気
体
は
小
さ
な
固
い
粒
子
（
分
子
）
で
構
成
さ
れ
、
そ
れ
ら

の
粒
子
は
通
常
（
そ
の
大
き
さ
に
比
し
て
）
た
が
い
に
遠
く
離
れ
て
存
在
し
、
た
ま
た
ま
接
近
し
あ
う
ま
で
は
さ
し
た
る
引
力
や
斥
力

を
も
た
ず
に
高
度
運
動
を
し
て
い
る
、
と
い
う
理
論
で
あ
っ
た
。
こ
の
仮
説
を
承
認
す
れ
ば
、
以
下
の
よ
う
な
結
論
が
必
然
的
に
導
き

だ
せ
る
。
す
な
わ
ち
、
気
体
の
容
器
（
ピ
ス
ト
ン
な
ど
）
を
縮
小
し
、
気
体
に
圧
力
を
か
け
る
と
き
、
そ
の
気
体
が
押
し
つ
ぶ
さ
れ
な

い
の
は
、
各
分
子
の
有
す
る
非
圧
縮
性
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
容
器
の
壁
へ
の
分
子
の
衝
突
の
た
め
で
あ
る
。
容
器
が
小
さ
く
な
れ
ば

気
体
は
い
よ
い
よ
圧
縮
き
れ
、
分
子
は
ま
す
ま
す
接
近
し
、
壁
面
の
単
位
面
積
に
衝
突
す
る
数
も
回
数
も
増
大
す
る
。
ボ
イ
ル
の
法
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

は
こ
れ
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
仮
説
は
熱
力
学
の
原
理
な
ど
と
の
関
連
に
お
い
て
も
支
持
を
受
け
、
信
頼
し
う
る
説

明
原
理
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。

　
ボ
イ
ル
の
法
則
と
気
体
分
子
運
動
論
の
比
較
に
お
い
て
も
、
着
想
と
帰
納
と
が
独
立
し
た
推
論
形
式
で
あ
る
の
は
明
白
で
あ
る
。
帰

納
的
結
論
は
、
そ
の
一
般
性
の
ゆ
え
に
着
想
に
よ
っ
て
は
到
達
し
え
な
い
。
他
方
、
着
想
的
結
論
は
個
別
的
事
例
で
直
接
観
察
で
き
な

い
ゆ
え
帰
納
に
よ
っ
て
は
到
達
で
き
な
い
の
で
あ
る
（
b
σ
゜
刈
H
卜
）
。

　
た
だ
こ
こ
で
一
つ
注
意
し
て
お
く
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
パ
ー
ス
が
そ
の
前
期
に
お
い
て
も
、
二
つ
の
推
論
形
式
の
あ
い
だ
に

絶
対
的
境
界
線
を
引
い
て
は
い
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
観
察
経
験
の
限
界
を
越
え
て
遠
く
推
理
を
お
し
進
め
る
に
し
た
が
い
、
帰
納
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は
着
想
へ
と
徐
々
に
変
化
し
て
い
く
も
の
と
か
れ
は
主
張
し
て
い
る
（
卜
⊃
°
①
心
O
）
。
こ
の
連
続
性
の
理
解
は
後
期
の
方
法
論
的
構
想
へ
の

発
展
の
可
能
性
を
合
意
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
こ
の
時
期
に
お
い
て
、
奇
妙
に
混
乱
し
た
観
念
を
生
み
だ
し
て
い
る

　
　
　
　
　
（
1
3
）

の
も
事
実
で
あ
る
。

（5）

　
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
後
期
の
パ
ー
ス
に
お
い
て
は
、
着
想
と
帰
納
（
と
演
繹
）
は
探
究
に
お
け
る
各
段
階
を
構
成
す
る
も
の

と
さ
れ
て
い
る
。
着
想
は
最
初
の
段
階
、
演
繹
は
第
二
の
段
階
、
帰
納
は
最
後
の
段
階
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
方
法
論
的
過
程
で
こ
の

よ
う
に
配
列
さ
れ
る
と
き
、
着
想
と
帰
納
は
き
わ
め
て
有
機
的
で
、
相
互
に
規
定
し
あ
う
関
係
の
も
と
に
お
か
れ
、
ま
た
そ
の
関
係
か

ら
種
々
の
興
味
あ
る
事
実
が
導
き
だ
さ
れ
て
く
る
。

　
着
想
は
経
験
的
事
実
か
ら
刺
激
さ
れ
て
始
ま
り
、
そ
し
て
「
帰
納
に
よ
っ
て
検
証
さ
れ
る
未
決
の
理
論
〔
仮
説
〕
を
推
論
者
に
供
給

す
る
」
（
P
ミ
①
）
。
こ
れ
に
た
い
し
て
帰
納
は
、
着
想
に
よ
っ
て
あ
ら
か
じ
め
推
挙
さ
れ
た
仮
説
を
受
け
容
れ
る
こ
と
か
ら
出
発
し
、

そ
の
仮
説
か
ら
演
繹
的
に
導
出
さ
れ
る
経
験
的
予
言
を
実
験
に
付
し
、
そ
の
予
言
が
事
実
に
よ
っ
て
確
証
さ
れ
る
か
ど
う
か
見
極
め
る

仕
事
を
司
る
（
卜
Ω
゜
　
㊤
①
》
　
N
°
　
刈
O
㎝
）
。
演
繹
を
加
え
て
、
各
種
の
推
論
の
機
能
を
段
階
的
に
の
べ
れ
ば
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。
着
想
は
事

実
を
説
明
す
る
た
め
の
仮
説
を
提
示
す
る
。
演
繹
は
そ
の
仮
説
か
ら
テ
ス
ト
可
能
な
必
然
的
帰
結
を
導
き
だ
す
。
帰
納
は
そ
れ
ら
の
帰

結
を
テ
ス
ト
し
、
も
と
の
仮
説
の
価
値
を
決
定
す
る
。
こ
こ
で
各
推
論
形
式
を
独
立
的
に
扱
う
前
期
の
観
点
で
は
理
解
で
き
な
い
新
し

い
特
徴
的
事
柄
を
い
く
つ
か
指
摘
し
て
み
る
と

　
ま
ず
第
一
に
、
着
想
は
経
験
か
ら
仮
説
へ
、
帰
納
は
仮
説
か
ら
経
験
へ
と
、
両
方
は
「
反
対
の
方
向
を
向
い
て
い
る
」
（
b
。
匿
刈
δ
）
。

着
想
は
と
も
か
く
と
し
て
、
帰
納
の
方
向
性
を
こ
の
よ
う
に
捉
え
る
の
は
き
わ
め
て
斬
新
的
な
や
り
方
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
観
点
か
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ら
パ
ー
ス
は
「
未
熟
な
帰
納
」
　
「
量
的
帰
納
」
　
「
質
的
帰
納
」
な
ど
興
味
あ
る
帰
納
論
を
展
開
し
て
い
る
が
、
そ
の
議
論
は
小
論
の
範

囲
を
越
え
て
い
る
。
つ
ぎ
に
、
二
つ
の
推
論
は
別
々
に
切
り
離
し
て
考
え
る
べ
き
も
の
で
な
く
、
一
体
化
し
て
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
す
な
わ
ち
、
帰
納
の
結
論
は
着
想
の
結
論
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
第
三
に
、
さ
き
に
引
用
し
た
、
帰
納
は
分
類
し
着
想

は
説
明
す
る
、
と
い
う
戯
然
と
し
た
区
別
は
無
意
味
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
説
明
は
着
想
と
帰
納
両
方
の
作
用
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ

れ
る
か
ら
で
あ
る
。
着
想
は
あ
る
事
実
を
説
明
す
る
仮
説
を
提
示
す
る
。
し
か
し
そ
の
仮
説
が
帰
納
的
に
検
証
さ
れ
ぬ
か
ぎ
り
、
本
当

の
意
味
で
事
実
が
説
明
さ
れ
た
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
か
ら
つ
ぎ
に
、
こ
れ
は
と
く
に
重
要
な
こ
と
だ
が
、
帰
納
を
検
証
の
方
法
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
よ
り
、
着
想
の
綜
合
的
機
能

が
よ
り
一
層
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
。
科
学
的
認
識
に
お
い
て
着
想
を
と
く
に
重
視
す
る
パ
ー
ス
の
考
え
は
前
述
の
気
体
分
子
運
動

論
の
論
述
で
も
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
方
法
論
的
構
成
の
な
か
で
各
推
論
形
式
が
見
直
さ
れ
る
と
き
、
科
学
に
お
け
る
創
造
性
の

論
理
的
表
現
と
し
て
の
着
想
が
も
つ
意
義
と
重
要
性
が
ま
す
ま
す
鮮
明
に
な
っ
て
く
る
。
い
ま
や
、
着
想
は
「
新
し
い
観
念
を
供
給
す

る
、
そ
の
意
味
で
綜
合
的
で
あ
る
、
唯
一
の
種
類
の
推
論
で
あ
る
」
（
卜
○
°
刈
『
刈
）
と
パ
ー
ス
は
断
言
で
き
る
立
場
に
立
っ
て
い
る
。
本
質

的
な
意
味
に
お
い
て
観
察
事
実
に
な
に
か
を
付
加
す
る
推
論
、
本
質
的
な
意
味
に
わ
い
て
綜
合
的
と
い
え
る
推
論
は
着
想
だ
け
で
あ

る
。
着
想
は
「
新
し
い
観
念
を
導
入
す
る
唯
一
の
論
理
的
操
作
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
帰
納
は
価
値
を
決
定
す
る
だ
け
で
あ
り
、
演

繹
は
純
粋
な
仮
説
の
必
然
的
帰
結
を
展
開
す
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
」
（
9
　
H
刈
H
）
。

　
さ
い
ご
に
も
う
一
つ
重
要
な
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
　
「
リ
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
〔
着
想
〕
と
は
、
仮
説
の
あ
ら
ゆ
る
可
能
な
帰

結
が
実
験
的
に
検
証
可
能
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
仮
説
を
暫
定
的
に
採
択
す
る
こ
と
で
あ
る
」
（
H
°
①
Q
Q
）
と
い
う
パ
ー
ス
の
定
義
に

も
み
ら
れ
る
と
お
り
、
着
想
の
推
論
は
の
ち
の
帰
納
的
過
程
に
よ
り
あ
る
種
の
規
制
を
受
け
ざ
る
を
え
な
い
。
い
い
か
え
れ
ば
、
着
想

は
帰
納
に
よ
る
検
証
の
可
能
性
を
考
慮
に
入
れ
て
仮
説
を
形
成
あ
る
い
は
採
択
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
の
検
証
可
能
性
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は
仮
説
の
形
成
な
い
し
採
択
に
お
い
て
満
た
す
べ
き
一
つ
の
必
要
条
件
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
の
着
想
に
付
き
れ
た
重
要
な
条

件
は
前
期
の
観
点
に
立
つ
か
ぎ
り
認
識
き
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
仮
説
が
満
た
す
べ
き
条
件
は
こ
の
ほ
か
に
も
い
く
つ
か

あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
ら
は
後
期
に
お
け
る
パ
ー
ス
の
着
想
を
め
ぐ
る
考
察
の
主
要
な
テ
ー
マ
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
そ

れ
に
立
ち
入
る
余
裕
は
ま
っ
た
く
な
い
。
た
だ
わ
た
し
が
検
証
可
能
性
を
重
要
な
事
柄
と
し
て
あ
え
て
指
摘
し
て
お
い
た
の
は
、
そ
れ

が
仮
説
の
満
た
す
べ
き
諸
条
件
の
う
ち
で
も
と
く
に
重
要
な
も
の
で
あ
る
か
ら
と
い
う
ば
か
り
で
な
く
、
こ
の
点
に
お
い
て
着
想
の
概

念
が
か
れ
の
有
名
な
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
と
結
び
つ
く
か
ら
で
あ
る
。
パ
ー
ス
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
後
期
に
お
け
る
発
展
が
そ
の

着
想
論
の
理
論
的
展
開
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
は
疑
問
の
余
地
が
な
い
の
で
あ
る
。

（6）

　
帰
納
と
の
比
較
に
よ
っ
て
着
想
の
概
念
が
あ
る
程
度
明
確
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
、
も
う
一
度
さ
き
の
着
想
の
定
式
を
の
べ
た
個
所
に

目
を
向
け
、
二
つ
の
問
題
を
掘
り
お
こ
し
て
論
じ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
の
一
つ
は
「
理
論
と
概
念
を
生
み
だ
す
す
べ
て
の
操

作
」
と
い
う
概
念
に
ま
つ
わ
る
曖
昧
性
の
問
題
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
仮
説
の
徴
表
と
考
え
ら
れ
る
「
尤
も
ら
し
さ
」
わ
よ
び
そ
れ

に
か
か
わ
る
諸
観
念
を
理
論
的
に
ど
う
理
解
し
た
ら
い
い
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

　
「
理
論
と
概
念
を
生
み
だ
す
す
べ
て
の
操
作
」
過
程
は
、
T
・
K
・
フ
ァ
ン
が
指
摘
し
、
説
明
し
て
い
る
よ
う
に
、
概
念
的
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

仮
説
を
構
成
す
る
過
程
と
仮
説
を
選
択
す
る
過
程
と
に
区
別
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
よ
り
詳
し
く
い
え
ば
、
新
し
い
観
念
を
獲
得

す
る
過
程
な
い
し
は
「
説
明
的
仮
説
を
形
成
す
る
過
程
」
　
（
切
゜
H
刈
H
）
と
、
そ
れ
か
ら
、
あ
る
観
念
が
テ
ス
ト
に
付
す
価
値
が
あ
る
か

ど
う
か
を
決
定
す
る
過
程
も
し
く
は
「
仮
説
を
試
験
的
に
採
択
す
る
過
程
」
（
。
。
．
。
。
。
。
。
。
）
と
に
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
、

パ
ー
ス
自
身
は
こ
の
区
別
を
あ
ま
り
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
上
記
の
引
用
句
で
分
か
る
と
お
り
、
か
れ
は
あ
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る
ば
あ
い
は
着
想
を
仮
説
形
成
の
操
作
と
み
な
し
、
ま
た
あ
る
ば
あ
い
は
そ
れ
を
仮
説
選
択
の
操
作
と
考
え
て
い
る
が
、
そ
の
両
者
の

関
係
に
つ
い
て
正
面
切
っ
て
言
及
し
た
議
論
は
ー
わ
た
し
の
知
る
か
ぎ
り
ー
ど
こ
に
も
見
当
ら
な
い
。
一
見
す
る
と
、
こ
れ
は
パ

ー
ス
の
着
想
の
概
念
に
お
け
る
混
乱
を
示
す
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
じ
っ
さ
い
に
そ
う
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の

点
は
パ
ー
ス
の
着
想
論
に
た
い
す
る
可
能
な
誤
解
を
防
ぐ
た
め
に
も
明
確
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

　
パ
ー
ス
の
理
論
に
お
い
て
、
仮
説
構
成
と
仮
説
選
択
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
。
科
学
が
比
較
的
短
期
間
の
う
ち
に
多
く

の
真
理
の
発
見
に
成
功
し
た
事
実
に
た
い
し
て
、
そ
の
理
由
を
問
う
て
い
る
パ
ー
ス
の
つ
ぎ
の
よ
う
な
発
言
に
注
目
し
て
み
よ
。

　
「
い
か
な
る
強
制
力
も
強
制
的
傾
向
も
存
在
し
な
い
過
程
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
真
理
の
す
べ
て
に
火
が
点
さ
れ
て
き
た
の
は
ど
う
し

て
か
。
そ
れ
は
偶
然
に
よ
っ
て
か
。
思
い
つ
く
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
仮
説
の
数
を
考
え
て
み
よ
。
あ
る
物
理
学
者
が
実
験
室
の
な
か

で
な
に
か
目
新
し
い
現
象
に
出
会
っ
た
と
す
る
。
惑
星
の
合
は
そ
の
現
象
に
関
係
が
な
い
と
か
、
支
那
の
皇
太
后
が
ち
ょ
う
ど
一
年
ま

え
の
同
一
時
刻
に
あ
る
呪
文
を
唱
え
た
の
は
お
そ
ら
く
そ
の
現
象
の
原
因
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
と
か
、
ど
う
し
て
か
れ
は
分
か
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
…
…
一
兆
の
一
兆
倍
も
の
仮
説
が
つ
く
れ
る
の
に
真
な
る
仮
説
は
そ
の
う
ち
一
つ
し
か
な
い
と
い
う
事
実
を
考
え
て
み

よ
。
し
か
も
そ
の
物
理
学
者
は
二
、
三
の
、
あ
る
い
は
せ
い
ぜ
い
一
ダ
ー
ス
の
推
定
の
の
ち
、
正
し
い
仮
説
に
ほ
ぼ
近
い
と
こ
ろ
に
想

到
す
る
の
で
あ
る
」
（
9
　
H
刈
b
o
）
。

　
仮
説
の
目
的
は
事
実
を
説
明
す
る
こ
と
に
あ
る
。
し
か
し
、
あ
る
事
実
を
説
明
す
る
た
め
に
人
が
思
い
つ
く
こ
と
の
で
き
る
仮
説
の

数
は
、
理
論
的
に
い
え
ば
、
そ
れ
こ
そ
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
た
く
き
ん
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
い
か
な
る
条
件
も
課
せ
ら
れ
な
け
れ

ば
、
仮
説
を
立
て
る
こ
と
な
ど
な
ん
の
造
作
も
な
い
こ
と
で
あ
り
、
思
い
の
ま
ま
に
い
く
ら
で
も
つ
く
り
だ
せ
よ
う
。
け
れ
ど
も
可
能

な
仮
説
は
「
一
兆
の
一
兆
倍
」
あ
っ
て
も
、
「
真
な
る
仮
説
は
そ
の
う
ち
一
つ
し
か
な
い
」
し
、
科
学
の
目
的
は
真
理
の
発
見
に
あ
る
。

だ
と
す
れ
ば
、
仮
説
を
形
成
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
正
し
い
あ
る
い
は
比
較
的
正
し
い
仮
説
を
形
成
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ぎ
る
を
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え
な
い
。
そ
し
て
、
正
し
い
あ
る
い
は
比
較
的
正
し
い
仮
説
を
形
成
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
実
質
的
に
は
、
多
数
の
可
能
な
仮
説
の
う

ち
か
ら
正
し
い
あ
る
い
は
比
較
的
正
し
い
仮
設
を
選
択
す
る
こ
と
と
な
ん
の
相
違
も
な
い
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
真
理

認
識
と
無
関
係
な
情
況
　
　
た
と
え
ば
星
占
い
の
よ
う
な
ー
で
な
ら
ば
と
も
か
く
、
科
学
的
脈
絡
に
お
い
て
は
、
仮
説
構
成
と
仮
説

選
択
と
が
同
じ
意
味
を
も
つ
も
の
と
理
解
し
て
一
向
に
差
し
支
え
な
い
。
両
者
は
い
わ
ば
コ
イ
ン
の
表
と
裏
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
。

パ
ー
ス
が
こ
う
し
た
点
を
は
っ
き
り
説
明
し
な
か
っ
た
の
は
不
注
意
で
あ
り
、
不
親
切
で
あ
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
点

に
お
い
て
パ
ー
ス
の
着
想
の
概
念
自
体
に
は
な
ん
の
混
乱
も
み
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
わ
た
し
が
こ
れ
ま
で
、
仮
説
を
「
形
成
す
る
」

「
思
い
つ
く
」
　
「
採
択
す
る
」
等
々
い
ろ
い
ろ
な
用
語
を
適
宜
に
使
っ
て
き
た
の
も
以
上
の
よ
う
な
理
由
か
ら
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
う
え
に
も
の
べ
た
と
お
り
、
あ
る
事
実
の
科
学
的
説
明
の
た
め
に
発
想
し
う
る
可
能
な
仮
設
の
数
は
無
数
に
あ
る
。
し

か
し
そ
の
う
ち
で
正
確
な
仮
説
は
一
つ
し
か
な
い
。
あ
る
い
は
近
似
値
的
に
正
確
な
も
の
を
考
慮
に
い
れ
て
も
、
そ
の
数
は
僅
か
し
か

な
い
。
仮
説
の
選
択
は
、
い
わ
ば
、
彪
大
な
母
集
団
の
な
か
か
ら
一
個
の
、
あ
る
い
は
ご
く
少
数
の
有
望
な
標
本
を
抽
出
す
る
こ
と
に

等
し
い
。
成
功
の
確
率
が
ゼ
ロ
に
近
い
試
行
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
位
相
か
ら
科
学
の
歴
史
も
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
そ
の
成
功
の
歴

史
は
奇
跡
と
も
い
う
べ
き
出
来
事
に
感
じ
ら
れ
る
。
　
「
人
間
が
思
考
す
る
動
物
に
な
っ
た
こ
の
二
、
三
万
年
の
あ
い
だ
に
」
（
㎝
゜
朝
Φ
一
）
、

か
な
り
の
数
の
真
な
る
理
論
を
獲
得
し
え
た
の
は
ま
ぎ
れ
も
な
い
事
実
で
あ
る
。
こ
の
事
実
の
原
因
を
偶
然
に
帰
せ
し
め
る
議
論
は
説

得
力
を
も
た
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
偶
然
の
せ
い
に
す
る
に
は
そ
の
実
現
の
可
能
性
が
あ
ま
り
に
も
少
な
す
ぎ
る
か
ら
で
あ
る
。
で
は

こ
の
事
実
は
ど
う
説
明
す
れ
ば
い
い
の
か
。
科
学
の
成
功
と
は
仮
説
形
成
の
成
功
を
意
味
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
問
題
は
つ
ぎ
の
よ

う
に
も
い
い
か
え
ら
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
着
想
に
成
功
す
る
の
は
い
か
に
し
て
か
。
ま
た
は
、
人
間
精
神
が
圧
倒
的
多
数
の
、
し
か
も

そ
の
ほ
と
ん
ど
が
誤
っ
て
い
る
、
可
能
な
仮
説
群
を
ま
え
に
し
て
、
真
な
る
も
し
く
は
真
理
に
近
い
仮
設
を
思
い
当
た
る
こ
と
が
で
き

る
の
は
ど
う
し
て
か
。
パ
ー
ス
は
人
間
精
神
と
実
在
世
界
の
類
縁
性
と
い
う
根
本
仮
説
と
そ
の
結
果
と
し
て
の
一
種
の
本
能
的
能
力
を
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想
定
し
て
そ
れ
を
説
明
し
て
い
る
。

　
「
人
間
精
神
は
、
有
限
数
の
推
測
で
正
し
い
仮
説
に
遭
遇
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
真
理
と
同
類
の
性
質
を
有
し
て
い
る
と
い

う
の
が
あ
ら
ゆ
る
着
想
の
根
底
に
あ
る
本
源
的
仮
説
で
あ
る
。
…
…
な
ぜ
な
ら
ば
、
も
し
も
こ
う
し
た
類
の
傾
向
が
な
け
れ
ば
、
も
し

も
実
験
室
で
あ
る
驚
ろ
く
べ
き
現
象
が
生
起
し
た
と
き
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
規
定
条
件
を
で
た
ら
め
に
当
て
推
量
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と

し
た
な
ら
ば
、
…
…
科
学
を
進
歩
さ
せ
る
こ
と
な
ど
絶
対
に
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
」
　
（
S
卜
。
図
O
）
。

　
「
非
常
に
多
く
の
仮
説
を
試
験
す
る
ま
え
に
、
大
多
数
の
仮
説
を
不
問
に
付
し
た
ま
ま
、
知
的
推
測
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
が
あ
ら
ゆ

る
テ
ス
ト
に
耐
え
る
一
個
の
仮
説
に
導
か
れ
る
も
の
と
期
形
し
う
る
、
そ
う
し
た
正
し
く
推
断
す
る
能
力
を
人
間
精
神
は
も
ち
あ
わ
せ

て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
信
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
、
真
理
を
突
き
と
め
た
い
と
い
う
わ
れ
わ
れ
の
要
求
が
い
か
に
切
実
な
も
の
で
あ
ろ
う

と
も
、
真
理
を
学
び
と
ろ
う
と
す
る
試
み
を
い
っ
さ
い
断
念
し
た
方
が
い
い
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
テ
ス
ト
の
過
程
そ
れ
自
体
に
お

い
て
は
こ
う
し
た
神
秘
的
推
断
力
を
仮
定
す
る
必
要
な
ど
ま
っ
た
く
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
そ
う
し
た
仮
定
の
導
き
を

う
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
テ
ス
ト
さ
る
べ
き
仮
説
を
選
択
す
る
局
面
に
か
ぎ
ら
れ
る
」
　
（
①
゜
α
G
Q
O
）
。

　
こ
の
仮
説
選
択
過
程
で
仮
定
さ
れ
て
い
る
「
正
し
く
推
断
す
る
能
力
」
は
ま
た
「
正
し
く
推
断
す
る
特
別
な
資
質
（
巷
葺
民
o
）
」
、

「
真
理
へ
の
本
能
的
嗅
覚
（
ぎ
ω
ユ
ロ
。
二
く
①
ω
8
三
）
」
、
「
洞
察
力
」
、
「
自
然
の
光
」
そ
の
他
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
ば
で
表
現
さ
れ
て
い
る

が
、
要
す
る
に
そ
れ
は
真
理
へ
の
志
向
性
を
有
し
た
認
識
的
本
能
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
仮
説
選
択
の
過
程
に
お
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

あ
る
仮
説
を
「
尤
も
ら
し
い
」
と
感
じ
と
る
能
力
、
も
し
く
は
「
尤
も
ら
し
い
も
の
に
つ
い
て
の
感
覚
（
①
器
諺
①
o
｛
爵
。
互
ゆ
¢
忽
江
o
）
」

と
も
い
い
表
わ
せ
よ
う
。
新
奇
な
現
象
に
直
面
し
、
そ
の
現
象
の
特
徴
を
調
べ
な
が
ら
あ
れ
こ
れ
思
案
す
る
う
ち
に
可
能
な
説
明
を
与

え
る
あ
る
仮
説
が
脳
裏
に
浮
か
ん
で
く
る
。
　
「
こ
の
説
明
の
ゆ
え
に
結
局
探
究
者
は
自
ら
の
推
定
も
し
く
は
仮
説
を
好
意
的
に
処
遇
す

る
よ
う
に
な
る
。
わ
た
し
流
の
い
い
回
し
を
す
れ
ば
、
か
れ
は
暫
定
的
に
そ
の
仮
説
を
“
尤
も
ら
し
い
”
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
」
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パースの「着想論」について（浅輪）

（
①
゜
鼻
①
㊤
）
。
で
は
こ
の
「
尤
も
ら
し
さ
（
覧
窪
巴
び
…
受
）
」
の
本
質
は
な
に
か
。

　
「
尤
も
ら
し
さ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
本
能
が
あ
る
理
論
を
好
意
的
に
処
遇
せ
よ
と
勧
告
す
る
以
外
い
か
な
る
類
の
証
拠
と
も
か
か
わ

り
な
く
、
そ
の
理
論
が
わ
れ
わ
れ
の
信
念
に
た
い
し
て
当
然
自
己
推
挙
す
べ
き
そ
の
度
合
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
人
類
以
外
の
す

べ
て
の
動
物
種
に
は
確
か
に
か
か
る
本
能
が
備
わ
っ
て
い
る
。
人
類
に
た
い
し
て
だ
け
な
ぜ
そ
の
本
能
を
否
定
す
る
の
か
。
…
…
疑
い

も
な
く
、
現
代
の
自
然
科
学
者
と
い
え
ど
も
、
い
く
つ
か
の
仮
説
の
う
ち
の
ど
れ
を
最
初
に
テ
ス
ト
に
付
す
か
の
選
択
に
当
っ
て
は
、

相
変
ら
ず
、
主
と
し
て
そ
う
し
た
尤
も
ら
し
き
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」
（
o
Q
°
b
Ω
卜
σ
Q
Q
）
。
着
想
の
段
階
に
お
い
て
科
学
者

は
こ
う
し
た
「
尤
も
ら
し
さ
」
を
受
感
す
る
感
覚
な
い
し
能
力
に
よ
っ
て
、
多
く
の
ば
あ
い
、
有
望
な
仮
説
と
見
込
み
の
な
い
仮
説
と

を
弁
別
し
て
い
る
。
着
想
は
こ
う
し
た
感
覚
や
能
力
を
依
然
と
し
て
そ
の
強
力
な
一
つ
の
支
柱
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
人
間
精
神
は
こ
の
能
力
を
い
か
に
し
て
獲
得
し
え
た
の
か
。
そ
れ
は
神
秘
的
な
神
の
配
剤
に
よ
る
も
の
で
も
、
た
ん
な
る
偶
然
に
よ

る
も
の
で
も
な
い
。
そ
れ
は
進
化
の
過
程
を
と
お
し
て
本
能
的
生
活
－
主
と
し
て
、
食
物
摂
取
と
生
殖
活
動
ー
の
な
か
か
ら
引
き

だ
き
れ
た
も
の
で
あ
る
（
H
高
H
。
。
ほ
か
）
。
で
は
ま
た
そ
の
進
化
は
い
か
に
し
て
可
能
で
あ
っ
た
の
か
。
根
本
的
に
そ
れ
を
説
明
す
る
も

の
と
し
て
は
、
結
局
、
前
述
の
人
間
精
神
と
実
在
と
の
類
縁
性
と
い
う
原
理
を
想
定
す
る
以
外
に
は
な
い
。
　
「
こ
の
宇
宙
は
そ
の
個
々

の
部
分
の
総
体
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
み
な
自
然
の
所
産
で
あ
り
、
自
然
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
み
ら
れ
る
特
性
を
自
然
に
分
有
し
て
い

る
」
（
α
゜
①
H
ω
）
。
こ
う
し
た
本
源
的
原
理
の
も
と
に
、
進
化
の
過
程
で
人
間
精
神
は
自
然
の
諸
原
理
、
諸
法
則
と
い
っ
た
一
般
的
特
性

を
把
握
す
る
に
適
し
た
知
的
能
力
を
発
達
さ
せ
て
き
た
。
も
し
も
「
人
間
の
心
に
浮
か
ぶ
観
念
と
自
然
法
則
に
か
か
わ
る
観
念
と
が
一

致
に
向
か
う
自
然
的
傾
向
」
（
刈
゜
b
σ
b
∂
O
）
が
な
け
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
推
論
が
真
理
に
到
達
す
る
こ
と
な
ど
望
む
べ
く
も
な
い
の
だ
。

だ
か
ら
し
て
、
　
「
自
然
は
人
間
精
神
に
観
念
を
孕
ま
せ
、
そ
の
観
念
は
成
長
す
る
と
父
親
た
る
”
自
然
”
と
そ
っ
く
り
似
た
も
の
に
な

る
と
い
う
の
は
た
ん
な
る
比
喩
的
表
現
以
上
の
も
の
で
あ
る
」
（
㎝
゜
O
㊤
H
）
。
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パースの「着想論」について（浅輪）

　
さ
て
、
論
理
的
推
論
過
程
と
し
て
の
着
想
な
ら
び
に
着
想
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
「
尤
も
ら
し
さ
」
の
概
念
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ

れ
て
い
る
上
述
の
パ
ー
ス
の
理
論
を
わ
れ
わ
れ
は
ど
の
よ
う
に
理
解
、
評
価
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
ま
さ
に
大
変

な
難
局
に
直
面
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
紙
幅
も
尽
き
た
の
で
、
以
下
問
題
提
起
の
形
で
ご
く
簡
略
に
の
べ
て
お
く
。
パ
ー
ス
は
科
学
の

成
功
、
仮
説
構
成
の
可
能
性
を
説
明
す
る
た
め
に
本
源
的
原
理
と
し
て
人
間
精
神
と
宇
宙
と
の
類
縁
性
を
仮
定
し
た
。
そ
の
観
念
は
科

学
や
着
想
に
お
け
る
事
実
、
実
践
を
説
明
す
る
一
つ
の
仮
説
と
し
て
容
認
し
う
る
ー
わ
た
し
は
少
く
と
も
不
合
理
な
仮
説
と
は
思
わ

な
い
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
観
念
は
着
想
を
正
当
化
す
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
点
に
な
る
と
厄
介
な
問
題
が
生
じ
て
く
る
。
そ
れ
は
仮

説
構
成
過
程
と
し
て
の
着
想
を
正
当
化
す
る
の
に
仮
説
を
も
っ
て
す
る
と
い
う
一
種
の
循
環
論
法
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
も
ち

ろ
ん
循
環
論
法
か
な
ら
ず
し
も
悪
循
環
と
は
か
ぎ
ら
な
い
が
、
こ
の
点
を
ど
う
す
る
か
は
着
想
論
を
理
論
的
に
支
持
す
る
う
え
で
大
き

　
　
　
　
　
（
1
6
）

な
問
題
で
あ
る
。

　
本
能
的
着
想
能
力
に
つ
い
て
も
同
じ
程
度
に
厄
介
な
問
題
が
指
摘
で
き
る
。
た
と
え
進
化
論
的
発
達
の
結
果
と
し
て
そ
の
能
力
の
存

在
を
認
め
る
と
し
て
も
、
そ
の
能
力
の
実
際
の
あ
り
方
、
働
き
方
を
分
析
的
に
考
察
し
た
と
こ
ろ
で
、
パ
ー
ス
の
論
理
学
観
か
ら
す
れ

ば
、
そ
の
考
察
は
着
想
の
論
理
を
解
明
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
パ
ー
ス
は
ミ
ル
や
デ
ュ
ー
イ
ら
の
心
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

主
義
的
論
理
学
に
異
を
唱
え
、
思
考
が
い
か
に
あ
る
か
の
研
究
は
思
考
が
い
か
に
あ
る
べ
き
か
の
研
究
の
土
台
に
は
な
ら
な
い
と
つ
ね

に
主
張
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
と
す
る
と
、
パ
ー
ス
の
着
想
の
本
能
論
的
考
察
は
着
想
の
規
範
的
考
察
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

る
の
か
。
こ
の
点
も
パ
ー
ス
の
着
想
論
が
は
ら
む
困
難
な
問
題
の
一
つ
で
あ
る
。

　
パ
ー
ス
自
身
は
こ
う
し
た
難
題
や
こ
れ
に
類
す
る
難
問
が
自
己
の
理
論
に
数
多
く
あ
る
こ
と
を
十
分
認
識
し
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の

解
決
が
ど
れ
だ
け
困
難
で
あ
る
か
も
十
分
承
知
し
て
い
た
。
　
”
日
暮
れ
て
道
遠
し
”
と
い
っ
た
感
懐
を
覚
え
た
と
き
の
こ
と
で
あ
ろ
う

か
、
か
れ
は
こ
ん
な
眩
き
を
洩
ら
し
て
い
る
。
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「
論
理
学
に
か
ん
す
る
わ
た
し
の
印
刷
物
に
み
ら
れ
る
も
の
は
、
地
下
に
埋
も
れ
た
ま
ま
残
る
豊
か
な
鉱
脈
の
断
片
的
に
散
見
せ
ら

れ
る
露
出
部
分
で
し
か
な
い
。
思
う
に
、
そ
の
う
ち
の
大
部
分
は
す
で
に
書
き
と
め
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
断
片
を
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

と
め
あ
げ
る
仕
事
は
だ
れ
に
も
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
わ
た
し
自
身
に
も
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
」
。

パースの「着想論」について（浅輪）

〔
註
〕

（
1
）
　
勺
曽
巳
≦
虫
ω
ρ
、
．
O
冨
ユ
窃
ω
゜
℃
o
昇
8
℃
『
障
o
ω
o
嘗
o
ひ
、
、
困
o
訂
a
旨
ゆ
①
ヨ
曾
①
ぎ
窪
゜
嘘
．
勺
葭
■
■
需
o
ユ
＜
o
o
昌
℃
o
貯
8
－
O
「
三
6
匿
閣
ω
紹
鴇

　
　
o
昌
O
げ
p
。
ユ
①
゜
。
ω
鋤
ロ
山
⑦
諺
勺
①
マ
o
ρ
、
Z
㊦
≦
口
9
＜
①
旨
僧
昌
傷
い
o
p
窪
o
P
鴫
餌
一
〇
¢
艮
く
①
屋
詳
団
℃
H
①
゜
。
ω
》
ド
O
①
α
噸
や
旨
㎝
゜

（
2
）
　
ス
曽
ユ
閑
゜
℃
o
喝
需
び
、
、
↓
冨
ピ
o
σ
Q
δ
o
幽
ω
o
団
①
馨
臣
o
U
♂
8
〈
①
q
”
、
、
頃
㊤
壱
巽
目
自
§
ロ
d
o
o
冨
嘘
＝
母
唱
臼
節
力
o
～
勺
鶴
σ
匡
ω
冨
【
ω
り
2
0
≦

　
　
曜
o
蒔
碧
ユ
国
話
ロ
ω
8
P
b
。
巳
Φ
匹
゜
し
O
①
。
。
”
O
°
ω
H
〔
カ
ー
ル
・
R
・
ポ
ッ
パ
ー
『
科
学
的
発
見
の
論
理
』
（
上
）
（
大
内
義
一
、
森
博
訳
、
恒

　
　
星
社
厚
生
閣
、
　
一
九
七
四
年
）
三
五
頁
参
照
〕

（
3
）
　
Z
O
民
≦
o
o
窪
図
二
ω
ω
①
＝
出
㊧
ロ
■
■
o
P
、
、
2
0
8
ψ
↓
o
≦
β
■
匹
㊤
ピ
o
讐
o
O
｛
U
誘
8
〈
①
q
”
．
．
園
囲
o
ず
笛
巳
い
霧
ヨ
゜
。
8
ぎ
Φ
ユ
「
”
o
サ
9
£
℃
’
ら
α
゜

（
4
）
、
．
O
。
＝
①
。
8
畠
臣
℃
費
ω
o
｛
O
♂
ユ
①
の
ω
き
号
屋
℃
①
ぎ
ρ
．
、
＆
°
ξ
○
＝
霞
邑
δ
ヨ
・
鱒
勺
゜
≦
㊦
冨
”
国
霞
≦
巳
C
巳
く
①
邑
受
軍
①
墜

　
　
〔
以
下
○
℃
°
と
略
記
す
る
〕
＜
o
r
＜
り
冨
H
°
卜
⊃
①
α
を
示
す
。
（
以
下
同
様
）

（
5
）
　
パ
ー
ス
に
よ
る
カ
ン
ト
の
認
識
論
の
継
承
は
お
お
よ
そ
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
感
覚
の
多
様
が
概
念
に
よ
り
統
一
に
も

　
　
た
ら
き
れ
る
ま
で
は
認
識
は
成
立
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
認
識
に
は
そ
の
多
様
を
統
一
さ
せ
る
た
め
の
、
多
様
へ
の
な
ん
ら
か
の
操
作
、
働
き

　
　
か
け
が
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
「
認
識
を
生
ぜ
し
め
る
た
め
の
デ
ー
タ
へ
の
操
作
が
推
論
と
い
う
も
の
で
あ
る
」
（
ζ
窪
霞
亀
ρ
竃
二
弓
『
o
ざ

　
　
、
、
日
冨
U
①
＜
Φ
δ
O
日
①
三
〇
｛
℃
o
騨
8
、
°
。
勺
ず
諜
8
0
℃
ゲ
ざ
、
”
＝
霞
く
o
匡
q
巳
く
①
『
獣
高
℃
目
o
ω
9
0
9
ヨ
げ
二
窪
σ
q
ρ
ζ
器
雷
9
9
9
叶
゜
。
噛
目
8
だ
唱
』
H
）
°

（
6
）
2
。
毫
。
。
窪
菊
゜
鼠
き
ω
8
も
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幹
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訳
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ラ
テ
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ス
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〇
年
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頁
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．
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パースの「着想論」について（浅輪）

　
　
喝
．
O
を
参
照
の
こ
と
。
K
・
T
・
フ
ァ
ソ
は
一
八
九
一
－
九
八
年
が
そ
の
過
渡
期
で
あ
る
と
実
証
し
て
い
る
（
同
書
、
二
八
頁
以
下
）
。

（
1
1
）
　
目
゜
円
閃
餌
ロ
P
一
げ
‘
唱
“
㊤
．

（
1
2
）
　
パ
ー
ス
も
付
言
し
て
い
る
が
、
も
ち
ろ
ん
こ
の
説
明
は
正
確
で
は
な
い
。
も
と
も
と
、
ボ
イ
ル
の
法
則
が
不
正
確
な
も
の
で
あ
る
し
、
ま
た

　
　
分
子
運
動
は
引
力
・
斥
力
に
よ
り
複
雑
な
状
態
を
呈
す
る
か
ら
で
あ
る
（
b
。
°
①
ω
り
）
。

（
1
3
）
　
た
と
え
ば
、
卜
。
°
①
G
。
心
に
記
さ
れ
て
い
る
着
想
が
従
う
べ
き
と
き
れ
た
諸
則
を
み
よ
。

（
1
4
）
　
目
゜
囚
゜
閏
螢
口
9
0
℃
°
9
什
二
喝
O
°
戯
同
｛
h

（
1
5
）
　
≧
。
ぎ
す
゜
・
カ
①
゜
。
c
冨
5
．
．
勺
o
『
8
、
ω
喝
匿
ざ
ω
o
℃
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o
｛
ω
9
窪
8
讐
．
、
O
巳
く
①
邑
受
o
剛
臣
①
Z
o
耳
⑦
∪
螢
ヨ
o
即
Φ
゜
。
9
2
0
旨
①
U
p
ヨ
ρ
い
o
巳
o
P

　
　
目
り
刈
c
o
”
で
゜
駆
心
．

（
1
6
）
　
N
・
レ
シ
ャ
ー
は
科
学
的
方
法
全
体
の
観
点
か
ら
み
て
、
こ
れ
を
悪
循
環
で
な
い
と
主
張
し
て
い
る
が
、
か
れ
の
論
証
で
は
着
想
の
独
自
性

　
　
を
ど
う
説
明
す
る
か
の
問
題
が
残
る
と
思
う
。
Z
°
刃
①
。
。
。
ゲ
①
ひ
一
げ
こ
緊
α
ド
゜

（
1
7
）
　
T
・
K
・
フ
ァ
ン
は
こ
の
本
能
論
を
着
想
の
論
理
学
と
本
質
的
に
は
無
関
係
な
議
論
と
み
な
し
て
い
る
。
そ
の
意
見
は
大
変
説
得
力
が
あ
る

　
　
が
、
そ
れ
で
も
疑
義
が
残
る
。
仮
説
選
択
の
基
準
と
し
て
の
単
純
性
の
概
念
が
そ
れ
で
十
分
説
明
で
き
な
い
よ
う
に
思
え
る
か
ら
で
あ
る
。
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螢
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勺
℃
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｛
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勺
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く
9
．
目
”
娼
』
°
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〔
付
記
〕
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に
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し
た
著
書
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文
の
ほ
か
、
本
稿
で
参
考
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①
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①
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年
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